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（
う
つ
み
か
ず
の
り
）
昭
和
30
年
、
岡
山
県
に
生

ま
れ
る
。
東
海
大
学
卒
。
９
歳
で
剣
道
を
習
い

始
め
、
19
歳
か
ら
37
歳
ま
で
稽
古
を
中
断
。
38

歳
で
再
開
。
三
刀
一
如
の
修
業
法
を
編
む
。
東

京
都
在
住
。
剣
道
六
段
。

文
・
打
味
一
範

﹁
歩
み
足
﹂で
愉
し
む

左
足
の
痛
み
か
ら
の
解
放
、
歩
み
足
で
六
段
合
格

〝
中
高
年
剣
士
必
見
〞の
、
実
践
レ
ポ
ー
ト

　

東
京
・
清
瀬
市
在
住
の
打
味
一
範
氏
は
、
３

年
前
か
ら
歩
み
足
を
取
り
入
れ
た
剣
道
を
実
践

し
て
い
る
。
足
を
負
傷
し
た
こ
と
が
そ
れ
ま
で

の
剣
道
を
変
え
る
契
機
と
な
っ
た
。
強
い
踏
み

込
み
動
作
を
続
け
る
た
び
に
襲
わ
れ
る
足
の
痛

み
。
打
味
氏
は
上
段
へ
の
転
向
も
頭
に
浮
か
べ

た
が
、
旺
盛
な
研
究
心
を
も
っ
て
、
歩
み
足
主

体
の
剣
道
に
変
え
る
こ
と
で
苦
境
を
乗
り
越
え

よ
う
と
日
々
の
研
鑽
に
励
ん
で
き
た
。

　

そ
の
経
緯
と
歩
み
足
を
主
体
と
す
る
こ
と
の

効
果
が
綴
ら
れ
た
の
が
、
今
回
の
レ
ポ
ー
ト
で

あ
る
。結
果
と
し
て
、打
味
氏
は
足
の
痛
み
か
ら

解
放
さ
れ
た
。
と
同
時
に
、
六
段
審
査
を
歩
み

足
を
主
に
し
た
剣
道
で
受
審
し
、
技
術
的
な
支

障
が
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
か
の
よ
う
に
、
見

事
合
格
を
果
た
し
た
。

　

左
に
並
べ
た
連
続
写
真
は
同
じ
間
合
か
ら
の

面
打
ち
で
あ
る
。右
列
Ａ
は
、送
り
足
を
つ
か
っ

て
間
合
を
詰
め
た
、
打
味
氏
が
以
前
ま
で
多
用

し
て
い
た
打
ち
方
。
一
方
左
列
Ｂ
は
、
歩
み
足

を
つ
か
っ
て
間
合
を
詰
め
た
、
現
在
打
味
氏
が

多
用
す
る
打
ち
方
で
あ
る
。
違
い
の
ひ
と
つ
は

上
か
ら
３
、
４
枚
目
の
踏
み
切
り
の
シ
ー
ン
に

よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。
送
り
足
の
Ａ
が
重
心
を

か
な
り
前
が
か
り
に
し
た
体
運
び
で
あ
る
の
に

対
し
、
歩
み
足
の
Ｂ
は
踏
み
切
り
の
位
置
が
少

し
前
に
出
て
、
重
心
の
位
置
が
安
定
し
た
状
態

で
体
が
運
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
５
枚

目
の
打
突
時
の
姿
勢
を
比
較
し
て
も
、
傾
斜
や

肩
の
力
の
入
り
具
合
に
違
い
が
見
ら
れ
る
。
た

だ
し
、
こ
こ
で
は
足
の
動
き
が
分
か
り
や
す
い

よ
う
袴
の
裾
を
た
く
し
上
げ
て
実
演
願
っ
た
が
、

通
常
の
着
装
で
あ
れ
ば
意
識
し
て
注
視
し
な
い

か
ぎ
り
歩
み
足
で
左
足
か
ら
間
を
詰
め
て
い
る

と
は
分
か
ら
な
い
。
自
然
な
足
さ
ば
き
な
の
だ
。

　

剣
道
の
足
さ
ば
き
に
は
、
継
ぎ
足
、
送
り
足
、

歩
み
足
、
開
き
足
の
四
つ
が
あ
る
。
現
在
、
打

味
氏
が
実
践
し
て
い
る
の
は
、
歩
み
足
に
こ
だ

わ
っ
た
剣
道
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、適
宜
、状

況
に
応
じ
て
無
理
な
く
い
ず
れ
の
さ
ば
き
方
も

可
能
と
す
る
自
在
な
剣
道
だ
。
そ
の
実
践
か
ら

得
た
も
の
は
、
技
術
的
に
も
精
神
的
に
も
大
き

か
っ
た
と
語
る
。
生
涯
剣
道
に
通
じ
る
剣
道
の

愉
し
み
方
。
ぜ
ひ
ご
一
読
を
！　
　
（
編
集
部
）

A
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特集◎「足攻め」の大発見

重
心
制
御
の
足
さ
ば
き

　

私
は
昭
和
30
年
（
１
９
５
５
年
）
生
ま
れ
の

55
歳
。
剣
道
の
稽
古
を
始
め
た
の
は
９
歳
、
小

学
校
５
年
の
春
だ
っ
た
。
入
門
時
に
右
足
を
前

に
左
足
を
後
ろ
に
し
て
左
足
の
踵
は
上
げ
る
足

構
え
と
送
り
足
を
主
体
と
す
る
足
さ
ば
き
を
指

導
さ
れ
た
。

　

中
学
生
時
代
の
剣
道
の
師
か
ら
興
味
深
い
話

を
う
か
が
っ
た
。「
昨
今
、
送
り
足
が
主
体
に

な
っ
て
い
る
が
、
歩
み
足
を
主
体
と
す
る
剣
道

も
あ
る
。
中
山
博
道
先
生
と
そ
の
一
門
の
方
々

の
足
さ
ば
き
は
歩
み
足
を
主
体
と
す
る
も
の
だ
。

足
腰
に
負
担
を
か
け
な
い
と
こ
ろ
も
含
め
利
点

が
あ
る
が
、
諸
君
は
ま
だ
送
り
足
で
稽
古
す
る

段
階
だ
」。
関
心
は
持
っ
た
が
、歩
み
足
を
主
体

と
す
る
剣
道
を
学
ぶ
こ
と
は
な
く
、
送
り
足
で

稽
古
を
続
け
た
。

　

高
校
を
卒
業
す
る
と
剣
道
か
ら
離
れ
て
し

ま
っ
た
。
家
内
の
強
い
勧
め
で
再
開
し
た
の
は

38
歳
の
初
夏
。
翌
年
の
秋
、
市
内
の
剣
道
大
会

の
三
段
以
下
成
人
男
子
の
部
で
思
い
が
け
ず
優

勝
。
そ
れ
以
来
、
さ
ま
ざ
ま
な
大
会
に
出
場
さ

せ
て
い
た
だ
き
、
左
足
で
蹴
り
出
し
跳
び
込
む

剣
道
を
行
な
い
試
合
を
楽
し
ん
で
い
た
。

　

平
成
12
年
（
２
０
０
０
年
）
初
秋
。
試
合
中

に
左
足
の
下
腿
三
頭
筋
に
炎
症
が
生
じ
た
。
そ

れ
以
来
、
時
々
炎
症
を
起
こ
す
よ
う
に
な
っ
た
。

一
度
発
症
す
る
と
２
カ
月
程
度
稽
古
を
休
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仕
事
に
も
支
障
が
出
る
に

至
り
、
障
害
を
起
こ
し
に
く
い
足
さ
ば
き
を
模

索
し
始
め
た
。

　

平
成
13
年（
２
０
０
１
年
）初
春
。
歩
み
足
の

剣
道
の
話
を
思
い
出
し
試
み
た
が
、
要
領
を
得

な
い
。
同
時
に
「
打
っ
て
勝
つ
」
の
で
は
な
く

「
勝
っ
て
打
つ
」こ
と
も
模
索
し
始
め
た
が
、
こ

れ
ま
た
暗
礁
に
乗
り
上
げ
た
。

　

な
ん
と
か
打
開
し
よ
う
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
古

今
の
書
物
や
道
場
に
保
管
さ
れ
て
い
る
剣
道
専

門
誌
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
乱
読
。
岩
波
文
庫

の『
五
輪
書
』も
久
し
ぶ
り
に
手
に
し
た
。
す
る

と
、
風
の
巻
に
足
さ
ば
き
と
勝
負
の
要
諦
が
記

述
さ
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。

　

こ
こ
で
は
九
州
大
学
文
化
史
研
究
所
蔵
『
二

天
一
流
兵
法
書
』（
福
岡
藩
家
老
吉
田
家
伝
来
）

を
底
本
と
し
た
大
倉
隆
二
氏
の
現
代
語
訳
を
引

用
す
る
。

　

我
が
兵
法
に
お
い
て
は
、
足
使
い
に
特
別
の

こ
と
は
な
い
。
つ
ね
に
道
を
歩
く
の
と
同
じ
で

あ
る
。敵
の
拍
子
に
応
じ
て
、急
ぐ
と
き
は
ゆ
っ

く
り
し
た
と
き
の
体
の
状
態
に
し
て
、
足
ら
ず
、

余
ら
ず
、
足
取
り
が
乱
れ
な
い
よ
う
に
す
べ
き

で
あ
る
。
合
戦
の
場
合
に
も
足
の
運
び
方
は
大

事
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
敵
の
考
え
（
作
戦
）
を

知
ら
ず
、
む
や
み
に
早
く
か
か
れ
ば
、
拍
子
が

違
っ
て
勝
ち
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
足

の
運
び
が
ゆ
っ
く
り
で
は
、
敵
が
う
ろ
た
え
て

崩
れ
る
時
期
を
み
つ
け
ら
れ
ず
、
勝
機
を
逸
し

て
、
早
く
勝
負
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
も

の
で
あ
る
。
敵
が
う
ろ
た
え
崩
れ
る
と
こ
ろ
を

見
つ
け
た
な
ら
ば
、
少
し
も
敵
に
ゆ
と
り
を
与

え
な
い
よ
う
に
し
て
勝
つ
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

よ
く
よ
く
鍛
錬
す
べ
き
で
あ
る
。

　

右
の
教
え
を
整
理
す
る
と
、
剣
道
に
お
い
て

も
有
効
な
理
と
業
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

　

一
、
足
使
い
は
道
を
歩
む
に
同
じ
と
す
べ
し

　

二
、
拍
子
を
制
御
し
て
攻
め
崩
す
べ
し

　

三
、
敵
の
崩
れ
に
乗
じ
て
勝
つ
べ
し

　

剣
道
専
門
誌
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
か
ら
も
貴

重
な
情
報
を
得
た
。

　

昭
和
51
年
（
１
９
７
６
年
）
に
発
行
さ
れ
た

B
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『
剣
道
日
本
』
12
月
号
に
、「
昭
和
烈
剣
譜
（
十

一
）　

左
上
段
」
と
題
し
た
実
録
小
説
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
。
中
倉
清
範
士
と
著
者
の
堂
本
昭

彦
氏
の
対
談
に
瞠
目
し
た
。

　

昭
和
五
年
、
氏
が
上
京
し
て
有
信
館
に
入
門

し
た
と
き
、
師
の
中
山
博
道
は
す
で
に
六
十

歳
。
稽
古
は
す
べ
て
歩
み
足
だ
っ
た
と
い
う
。

（
中
略
）
わ
た
し
が
歩
み
足
で
稽
古
し
て
い
る

と
、「
先
生
は
左
足
を
出
し
て
小
手
を
打
つ
よ
う

な
真
似
を
す
る
、
お
か
し
い
」
な
ど
と
非
難
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
が
、
も
と
も
と
剣
道

の
足
の
踏
み
方
に
は
送
り
足
、
継
ぎ
足
、
開
き

足
、
歩
み
足
の
四
つ
が
基
本
と
し
て
あ
る
わ
け

で
、
わ
た
し
に
い
わ
せ
れ
ば
非
難
す
る
ほ
う
が

か
え
っ
て
勉
強
不
足
を
示
し
て
い
る
よ
う
な
も

の
な
ん
で
す
ね
。
こ
ち
ら
か
ら
攻
撃
す
る
と
き

だ
け
で
な
く
、
相
手
か
ら
攻
撃
さ
れ
た
と
き
の

自
護
体
と
し
て
も
、
歩
み
足
の
ほ
う
が
い
い
で

す
ね
。（
中
略
）「
も
し
、
剣
道
の
極
意
は
ど
こ

に
あ
る
か
と
問
わ
れ
れ
ば
─
─
」
と
中
倉
氏
は

言
っ
た
。「
わ
た
し
は
ま
さ
し
く
足
さ
ば
き
に
あ

る
と
思
い
ま
す
」。

　

こ
の
文
章
を
読
み
、
剣
道
再
開
直
後
に
中
倉

範
士
の
稽
古
を
拝
見
し
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
。

範
士
最
晩
年
の
こ
と
、
西
東
京
地
域
の
合
同
稽

古
会
で
元
に
立
ち
、
次
々
に
掛
か
る
剣
士
に
厳

し
く
稽
古
を
つ
け
る
。
歩
み
足
を
主
体
と
し
つ

つ
開
き
足
を
交
え
掛
か
り
手
を
圧
倒
す
る
姿
が

鮮
明
に
よ
み
が
え
っ
た
。
稽
古
を
拝
見
し
た
当

時
は
、こ
れ
が
歩
み
足
の
剣
道
な
の
か
、強
烈
な

攻
め
だ
な
あ
、
打
ち
が
妙
に
伸
び
る
な
あ
、
と

感
動
す
る
に
止
ま
り
試
し
て
み
よ
う
と
は
思
い

も
し
な
か
っ
た
。

　

平
成
14
年
（
２
０
０
２
年
）
盛
夏
。
集
め
た

情
報
を
Ｋ
Ｊ
法
、
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
、
マ
イ
ン
ド

マ
ッ
プ
と
い
っ
た
手
法
で
分
析
し
た
。
浮
か
び

上
が
っ
て
き
た
の
は
、
踵
を
上
げ
る
足
構
え
で

は
歩
み
足
を
主
体
と
す
る
剣
道
は
で
き
な
い
─

─
と
い
う
驚
く
べ
き
答
え
で
あ
っ
た
。

　

平
成
15
年（
２
０
０
３
年
）初
春
。
書
店
の
武

道
コ
ー
ナ
ー
で
杖
道
の
教
本
を
読
み
大
き
な
ヒ

ン
ト
を
得
た
。
杖
道
の
足
構
え
は
踵
を
上
げ
な

い
。
両
足
と
も
に
拇
指
丘
、
小
指
丘
、
踵
の
三

点
に
加
重
す
る
。
杖
道
は
杖
を
持
ち
変
え
、
体

を
四
方
八
方
に
自
在
に
さ
ば
く
。
左
足
を
踏
み

切
り
足
と
し
て
固
定
す
る
競
技
的
な
剣
道
と
異

な
り
、
武
術
的
な
足
構
え
と
足
さ
ば
き
を
使
う
。

す
ぐ
に
稽
古
で
試
し
た
。
水
面
を
滑
走
す
る
ア

メ
ン
ボ
の
よ
う
に
滑
ら
か
に
四
方
八
方
に
移
動

で
き
、心
身
が
う
れ
し
さ
に
弾
ん
だ
。剣
道
は
中

段
の
構
え
に
お
い
て
は
左
踵
を
上
げ
る
足
構
え

が
唯
一
正
し
い
と
い
う
思
い
込
み
か
ら
、
や
っ

と
解
放
さ
れ
た
。

左踵を上げ、爪先で床をつかんでいた昔の構え

昔
は
前
後
へ
の
足
幅
が
広
く
両
爪
先
が
前
を
向
い
て
い
た

ひ
か
が
み（
膝
裏
）を
伸
ば
し
て
い
た
昔
の
構
え

現在は両足の踵を床に着け、両爪先を上げる

今
は
足
幅
を
狭
く
し
、
両
爪
先
を
外
に
向
け
て
い
る

両
足
裏
の
床
へ
の
接
地
は
赤
い
点
の
あ
た
り
。
三
点
に
均
等

に
加
重
す
る

“
膝
を
抜
く
”感
覚
で
腰
を
落
と
し
た
今
の
構
え

拇
指
丘 小

指
丘

踵

足
の
構
え
方
の
昔
と
今
歩
み
足
を
取
り
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
足
の
構
え
方
は
大
き
く
変

化
し
た
。
ス
ム
ー
ズ
な
重
心
移
動
に
適
し
た
の
が
写
真
下
段
の
備
え
方
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た
だ
し
、
周
囲
に
歩
み
足
主
体
の
剣
道
に
移

行
し
始
め
た
こ
と
は
話
さ
な
か
っ
た
。
理
論
的

な
裏
づ
け
が
な
い
の
で
黙
し
た
ま
ま
稽
古
を
続

け
た
。最
近
調
子
が
い
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
、と

剣
友
数
名
に
声
を
か
け
ら
れ
た
が
、
歩
み
足
を

併
用
し
て
い
る
と
気
づ
く
方
は
な
か
っ
た
。
こ

の
こ
ろ
、
地
稽
古
で
送
り
足
七
割
、
歩
み
足
三

割
。

　

平
成
18
年（
２
０
０
６
年
）初
夏
。
木
寺
英
史

著
『
進
化
す
る
ナ
ン
バ 
実
践 

常
歩
剣
道
』（
Ｍ

Ｃ
プ
レ
ス
刊
）
が
発
行
さ
れ
た
。
常
歩
は
「
な

合
、
拍
子
の
一
体
感
が
高
ま
っ
た
。
こ
の
こ
ろ

ひ
と
つ
気
づ
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
日
本
剣
道

形
は
歩
み
足
、
送
り
足
、
開
き
足
と
い
っ
た
足

さ
ば
き
の
教
導
に
よ
り
、
大
小
ふ
た
つ
の
拍
子

の
制
御
を
習
練
す
る
た
め
に
編
ま
れ
た
の
で
は

な
い
か
。

　

同
時
期
に
数
年
前
か
ら
取
り
組
ん
で
い
た
抜

刀
稽
古
と
木
刀
稽
古
を
編
み
変
え
て
簡
素
な
形

を
編
ん
だ
。
道
場
の
朝
稽
古
に
一
番
乗
り
し
て

稽
古
刀
と
木
刀
に
よ
る
ひ
と
り
稽
古
を
始
め
た
。

門
人
の
方
々
が
到
着
す
れ
ば
日
本
剣
道
形
の
稽

古
を
行
な
う
。
師
が
お
み
え
に
な
り
定
刻
に
な

る
と
定
例
稽
古
が
始
ま
る
。
竹
刀
稽
古
に
抜
刀

稽
古
と
木
刀
稽
古
で
錬
磨
し
た
理
と
業
を
溶
け

込
ま
せ
つ
つ
稽
古
を
続
け
た
。

　

こ
の
よ
う
に
稽
古
刀
、木
刀
、竹
刀
─
─
三
刀

を
併
用
す
る
稽
古
を
重
ね
る
う
ち
に
、
杖
道
か

ら
取
り
入
れ
た
足
構
え
と
足
さ
ば
き
に
大
き
な

進
展
が
あ
っ
た
。両
足
の
内

う
ち
く
る
ぶ
し
踝
直
下
に
加
重
す

る
意
識
を
も
っ
て
足
さ
ば
き
を
行
な
う
と
、
四

方
八
方
に
素
早
く
動
作
し
て
も
重
心
落
下
点
が

両
足
の
中
心
か
ら
外
れ
な
い
。
重
心
を
制
御
す

る
精
度
が
格
段
に
向
上
し
た
。
攻
め
込
み
か
ら

打
突
動
作
へ
の
連
携
が
さ
ら
に
滑
ら
か
に
な
っ

た
。
歩
み
足
で
打
ち
間
に
入
る
と
こ
ろ
を
打
ち

込
ま
れ
て
も
、
応
じ
返
し
、
す
り
上
げ
て
反
撃

す
る
こ
と
が
無
理
な
く
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

歩
み
足
主
体
と
な
る
と
、
昨
今
の
立
合
に
顕

著
な
打
ち
間
に
入
っ
た
間
合
で
攻
め
合
う
の
で

は
な
く
、
横
手
を
合
わ
せ
た
間
合
で
攻
め
合
う

遠
間
遣
い
に
な
る
。競
技
型
剣
道
の
よ
う
に
、双

方
が
前
後
の
動
き
だ
け
に
終
始
し
跳
び
打
つ
の

で
あ
れ
ば
、
強
引
に
打
ち
間
に
入
る
剣
士
が
打

ち
勝
つ
確
率
が
高
く
な
る
。
こ
う
し
た
競
技
型

剣
道
の
相
手
に
は
中
山
範
士
や
中
倉
範
士
が
実

践
さ
れ
た
よ
う
に
歩
み
足
と
開
き
足
を
使
う
技

が
効
果
的
だ
。

　

歩
み
足
の
足
さ
ば
き
に
よ
っ
て
重
心
が
安
定

す
る
と
、
精
神
が
安
定
す
る
。
精
神
が
安
定
す

る
と
迷
い
が
消
え
、
武
蔵
が『
五
輪
書
』で
説
い

た「
観
見
の
目
付
け
」が
開
眼
す
る
。
観
見
の
目

付
け
が
鋭
く
な
れ
ば
、
拍
子
を
自
在
に
制
御
し

て
先
々
の
先
と
後
の
先
を
表
裏
一
体
と
し
て
発

動
で
き
る
。

み
あ
し
」
と
読
む
。
読
み
始
め
て
引
き
込
ま
れ

た
。
歩
み
足
の
剣
道
の
理
論
と
実
践
に
つ
い
て

明
快
に
記
述
さ
れ
て
い
た
。木
寺
氏
の
説
く「
筋

力
で
は
な
く
重
力
を
使
う
」
メ
ソ
ッ
ド
を
学
ぶ

た
め
に
木
寺
氏
考
案
の
ひ
と
り
稽
古
を
試
し
た
。

メ
ー
ル
で
教
え
を
乞
い
つ
つ
、
重
心
を
制
御
す

る
基
礎
的
な
習
練
を
続
け
た
。

　

平
成
19
年（
２
０
０
７
年
）盛
夏
。
杖
道
の
足

裏
三
点
に
加
重
す
る
足
構
え
に
常
歩
を
取
り
入

れ
日
本
剣
道
形
の
稽
古
を
行
な
う
よ
う
に
し
た
。

重
心
が
細
や
か
に
制
御
で
き
る
の
で
、呼
吸
、間

歩み足で
小さく面を打つ
歩み足で攻め、相手が出てくれば小さく踏み
出して打つ。拍子を変えられるのも特長だ

歩み足で
大きく面を打つ
歩み足で攻め、相手が居着いたり、のけぞっ
たりしたときは大きく踏み出して打つ
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三
刀
一如
の
修
業
法

　

平
成
20
年
（
２
０
０
８
年
）
初
秋
か
ら
年
末
。

歩
み
足
主
体
の
足
さ
ば
き
と
三
刀
を
使
う
稽
古

法
を
統
合
し
て
「
三
刀
一
如
の
修
業
法
」
を
編

ん
だ
。
私
個
人
の
修
業
法
と
し
て
編
ん
だ
も
の

だ
が
、
木
刀
に
よ
る
簡
素
な
形
は
剣
友
に
試
し

て
い
た
だ
き
好
評
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
は
送

り
足
五
割
、
歩
み
足
五
割
。

　

平
成
21
年
（
２
０
０
９
年
）
晩
秋
、
六
段
審

査
を
初
め
て
受
け
た
。
送
り
足
主
体
の
剣
道
で

な
け
れ
ば
合
格
し
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
土

壇
場
で
迷
い
、
理
の
な
い
立
合
を
し
て
不
合
格
。

送
り
足
で
な
け
れ
ば
一
本
に
な
ら
な
い
こ
と
は

な
い
。
自
分
の
弱
さ
に
負
け
た
の
だ
。
理
と
業

を
修
得
し
て
い
て
も
心
に
迷
い
が
生
じ
れ
ば
無

に
帰
す
こ
と
を
学
ん
だ
。

　

平
成
22
年（
２
０
１
０
年
）初
夏
。
二
度
目
の

審
査
に
は
迷
い
な
く
歩
み
足
主
体
で
臨
み
、
実

技
合
格
。形
審
査
も
合
格
し
通
路
に
出
る
と
、高

齢
の
紳
士
が
声
を
か
け
て
く
だ
さ
っ
た
。「
さ
き

ほ
ど
久
し
ぶ
り
に
歩
み
足
を
使
う
立
合
を
拝
見

し
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
ご
精
進
く
だ
さ
い
」。

送
り
足
主
体
か
歩
み
足
主
体
か
は
、
意
識
し
て

足
さ
ば
き
を
見
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
。
ご
自

身
が
歩
み
足
で
修
業
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

二
度
目
の
六
段
審
査
に
臨
む
５
カ
月
前
、
平

成
22
年（
２
０
１
０
年
）初
春
。
三
刀
一
如
の
修

業
法
を
改
訂
し
た
。

　

抜
刀
稽
古
は
ひ
と
り
稽
古
専
用
。
木
刀
稽
古

の
太
刀
組
形
は
対
人
稽
古
用
だ
が
、
ひ
と
り
稽

歩
み
足
で
小
手
を
打
つ
右
足
前
の
中
段
の
構
え
か
ら
、
左
足
で
踏
み
込
ん
で
相
手
の
右
小
手
を
打
つ

送
り
足
の
小
手
面
と
比
較
す
る
送
り
足
で
打
つ
小
手
面
の
連
続
打
ち
も
充
分
な
打
ち
だ
が
、
足
に
か
か
る
負
担
は
歩
み
足
よ
り
も
大
き
い

歩
み
足
で
小
手
面
を
打
つ
左
足
で
踏
み
込
ん
で
小
手
を
打
ち
、
す
か
さ
ず
面
を
打
つ
。
ス
ム
ー
ズ
な
動
作
で
の
二
段
打
ち
が
実
現
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古
で
も
相
応
の
効
果
が
あ
る
。
抜
刀
稽
古
の
礼

法
及
び
所
作
は
、
全
日
本
剣
道
連
盟
居
合
の
取

り
決
め
に
準
拠
し
つ
つ
簡
略
化
し
て
い
る
。
抜

刀
稽
古
に
立
居
合
の
理
と
業
を
独
習
し
編
み
込

ん
だ
が
、
剣
道
を
修
業
す
る
手
段
の
ひ
と
つ
と

位
置
づ
け
て
い
る
。

　

抜
刀
稽
古
は
最
初
に
大
鏡
の
前
で
三
回
程
度

行
な
っ
た
あ
と
、
道
場
の
神
前
に
移
り
抜
刀
組

形
三
本
を
一
回
行
な
っ
て
い
る
。
無
心
に
な
れ

ば
日
常
と
異
な
る
身
体
感
覚
が
覚
醒
し
修
業
の

質
が
格
段
に
向
上
す
る
。

　

改
訂
後
の
基
本
構
成
は
左
記
の
と
お
り
。

【
抜
刀
稽
古
】

○
抜
刀
基
本
（
三
本
）

　
　

一
本
目　

正
面
切
り
下
ろ
し

　
　

二
本
目　

前
後
切
り
下
ろ
し

　
　

三
本
目　

前
後
袈
裟
切
り

○
抜
刀
組
形
（
三
本
）

　
　

一
本
目　

真ま
っ
こ
う向（
前
抜
き
つ
け
正
面
切
り

　
　

下
し
）

　
　

二
本
目　

陰
陽
（
後
抜
き
突
き
正
面
切
り

　
　

下
し
）

　
　

三
本
目　

輪
転
（
受
け
流
し
切
り
つ
け
正

　
　

面
切
り
下
ろ
し
）

　
　

※
組
形
は
「
く
み
か
た
」
と
読
む
。

【
木
刀
稽
古
】

○
切
り
返
し
（
二
式
）

　
　

一
式
目　

歩
み
足
の
切
り
返
し

　
　

二
式
目　

開
き
足
の
切
り
返
し

○
太
刀
組
形
（
三
本
）

　
　

一
本
目　

正
眼
切
り
落
し

　
　

二
本
目　

晴
眼
応
じ
返
し

　
　

三
本
目　

青
眼
擦
り
上
げ

歩
み
足
主
体
の
剣
道
の
特
長

　

私
が
錬
磨
し
て
い
る
歩
み
足
主
体
の
剣
道
の

特
長
は
三
つ
。

○
体
法
─
─
重
心
制
御
に
よ
り
重
力
を
活
用
し

　

て
無
理
な
く
動
作
す
る

○
技
法
─
─
重
心
制
御
に
よ
り
拍
子
を
自
在
に

　

変
化
さ
せ
攻
め
打
つ

○
心
法
─
─
重
心
制
御
に
よ
り
精
神
は
リ
ラ
ッ

　

ク
ス
か
つ
集
中
す
る

　

心
、
技
、
体
に
わ
た
る
三
つ
の
特
長
が
深
く

連
携
す
る
と
没
我
無
心
の
状
態
と
な
り
、
最
適

最
善
の
太
刀
さ
ば
き
が
発
動
さ
れ
る
。
当
方
の

攻
め
に
対
し
相
手
が
反
撃
に
転
じ
よ
う
と
す
る

起
こ
り
に
乗
り
撃
つ
先
々
の
先
、
誘
引
し
て
技

を
発
動
さ
せ
応
じ
返
し
撃
つ
後
の
先
、
ど
ち
ら

も
拍
子
を
制
す
る
こ
と
が
大
事
。
立
合
に
お
い

て
拍
子
を
制
す
る
こ
と
に
集
中
す
る
間
（「
ま
」

と
読
む
。
時
間
と
空
間
を
融
合
し
た
表
現
）
を

有
心
、
没
我
の
状
態
で
技
が
発
動
さ
れ
る
間
を

無
心
と
呼
ん
で
い
る
。
大
拍
子
（
大
き
く
ゆ
る

や
か
な
動
作
）で
攻
め
、
小
拍
子（
小
さ
く
素
早

い
動
作
）
で
勝
つ
。
逆
に
小
拍
子
で
攻
め
、
大

拍
子
で
勝
つ
。
抜
刀
組
形
と
太
刀
組
形
は
こ
の

理
と
業
を
錬
る
た
め
に
編
ん
だ
。
日
本
剣
道
形

に
こ
の
ふ
た
つ
の
拍
子
が
編
み
込
ま
れ
て
い
る
。

日
本
剣
道
形
が
指
南
せ
ん
と
す
る
理
業
の
根
幹

は
拍
子
の
制
御
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

現
在
の
足
さ
ば
き
は
歩
み
足
五
割
、
送
り
足

三
割
。
開
き
足
二
割
。
強
く
踏
み
つ
け
ず
軽
や

か
に
踏
み
込
ん
で
打
突
す
る
。
床
を
踏
む
音
は

タ
ン
ッ
と
響
く
が
、
重
心
を
制
御
し
重
力
を
活

【
竹
刀
稽
古
】

○
打
突
基
本
（
七
本
）

　
　

一
本
目　

正
面
打
ち

　
　

二
本
目　

右
胴
打
ち

　
　

三
本
目　

咽
喉
突
き

　

※
七
本
編
ん
で
い
る
が
四
本
目
以
降
は
略
す
。

○
太
刀
組
形
（
三
本
）

　
　

一
本
目　

正
眼
切
り
落
し

　
　

二
本
目　

晴
眼
応
じ
返
し

　
　

三
本
目　

青
眼
擦
り
上
げ

　

※
木
刀
稽
古
の
太
刀
組
形
と
太
刀
筋
は
同
一
。

　

ホ
ー
ム
グ
ラ
ン
ド
の
少
名
子
道
場
で
の
朝
稽

古
は
お
お
よ
そ
左
記
の
と
お
り
。

○
垂
直
ジ
ャ
ン
プ
を
繰
り
返
し
重
心
軸
を
通
す
。

○
腹
式
呼
吸
で
心
身
を
リ
ラ
ッ
ク
ス
さ
せ
つ
つ

集
中
力
を
高
め
る
。

○
神
前
に
礼
。
ひ
と
り
稽
古
を
始
め
る
。

○
抜
刀
稽
古
─
─
約
二
十
分
間（
ひ
と
り
稽
古
）

○
木
刀
稽
古
─
─
約
十
五
分
間（
ひ
と
り
稽
古
）

○
神
前
に
礼
、
ひ
と
り
稽
古
を
終
わ
る
。

○
日
本
剣
道
形
─
─
約
二
十
分
間（
対
人
稽
古
）

○
神
前
に
礼
、
師
に
礼
、
互
い
に
礼
。
定
例
稽

古
会
を
始
め
る
。

○
定
例
稽
古
会
─
─
約
一
時
間
、
師
範
の
指
示

に
よ
り
集
中
し
て
行
な
う
。

○
大
技
の
正
面
打
ち
、切
り
返
し
、基
本
技
、応

用
技
、
連
続
打
ち
込
み
、
か
か
り
稽
古
、
地
稽

古
、
仕
合
稽
古
、
切
り
返
し

※
私
は
歩
み
足
と
送
り
足
を
併
用
。
ひ
と
り
稽

古
を
対
人
稽
古
に
活
か
し
て
い
る
。

○
神
前
に
礼
、
師
に
礼
、
互
い
に
礼
。
定
例
稽

古
会
を
終
わ
る
。

用
し
た
動
作
な
の
で
脚
部
を
は
じ
め
身
体
へ
の

負
担
は
小
さ
い
。

　

稽
古
後
の
身
体
の
手
入
れ
は
入
念
に
行
な
っ

て
い
る
。
シ
ャ
ワ
ー
で
汗
を
洗
い
流
し
な
が
ら

マ
ッ
サ
ー
ジ
を
行
な
う
。
重
視
し
て
い
る
の
が

リ
ン
パ
液
の
流
通
促
進
。
リ
ン
パ
液
は
血
管
か

ら
に
じ
み
出
て
栄
養
素
を
配
り
つ
つ
老
廃
物
を

回
収
す
る
役
割
を
も
っ
て
い
る
。
老
廃
物
は
首

の
付
け
根
、
腕
の
付
け
根
、
脇
の
下
、
腿
の
付

け
根
に
集
ま
り
腎
臓
に
吸
収
さ
れ
尿
に
よ
っ
て

排
泄
さ
れ
る
。
腹
式
呼
吸
で
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
な

が
ら
右
の
三
箇
所
を
中
心
に
優
し
く
揉
み
ほ
ぐ

し
て
い
る
。
疲
労
回
復
に
効
果
が
あ
る
。

理
と
業
を
活
か
す
剣
道

　

さ
て
、
稽
古
や
試
合
中
に
左
足
の
ア
キ
レ
ス

腱
を
断
裂
す
る
剣
道
愛
好
家
が
多
い
。ま
た
、長

年
右
足
を
強
く
踏
み
込
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
膝

関
節
や
腰
椎
に
障
害
を
抱
え
る
人
も
多
い
。
送

り
足
か
ら
左
足
の
拇
指
丘
で
蹴
り
出
し
右
足
を

強
く
踏
み
込
む
打
突
動
作
が
、
身
体
へ
の
負
担

を
大
き
く
し
て
い
る
こ
と
は
自
明
の
こ
と
だ
。

　

な
ぜ
、
左
足
の
踵
を
上
げ
、
拇
指
丘
で
蹴
り

出
し
跳
び
込
む
動
作
が
生
ま
れ
普
及
し
た
の
だ

ろ
う
か
。
最
近
、
先
輩
諸
氏
も
言
及
さ
れ
て
い

る
が
、
跳
び
打
つ
動
作
は
刀
法
で
は
な
く
竹
刀

を
使
っ
た
競
技
型
剣
道
用
に
考
案
さ
れ
普
及
し

た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
ま
た
、
明
治
時

代
初
頭
に
東
京
か
ら
始
ま
り
全
国
に
広
ま
っ
た

撃
剣
興
行
で
は
、
派
手
な
立
合
を
演
出
す
る
た

め
に
刀
法
か
ら
乖
離
し
た
飛
び
跳
ね
打
ち
抜
け

る
動
作
を
導
入
し
た
と
い
う
説
が
あ
る
。
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時
代
は
現
代
。
第
二
次
大
戦
終
結
後
か
ら
サ

ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
を
締
結
す
る
ま
で
、

敗
戦
国
の
日
本
は
米
国
を
中
心
と
す
る
占
領
軍

の
統
治
下
に
あ
っ
た
。
剣
道
は
軍
国
主
義
教
育

の
手
段
で
あ
っ
た
と
さ
れ
禁
止
さ
れ
た
。
苦
肉

の
策
と
し
て
武
術
色
を
薄
め
た
撓

し
な
い

競
技
を
考

案
し
、
命
脈
を
保
と
う
と
し
た
。
撓
競
技
を
実

際
に
見
た
こ
と
は
な
い
。
た
だ
、
残
さ
れ
た
写

真
を
見
る
限
り
、
跳
び
打
つ
動
作
に
適
し
た
構

え
方
に
な
っ
て
い
る
。

　

足
払
い
や
組
み
打
ち
の
禁
止
だ
け
で
は
な
く
、

戦
前
の
剣
道
と
戦
後
の
剣
道
は
多
く
の
点
で
異

な
る
。
戦
前
の
剣
道
も
撃
剣
興
行
や
勝
利
至
上

主
義
の
影
響
を
受
け
競
技
性
が
強
い
も
の
に

な
っ
て
い
た
が
、
撓
競
技
時
代
を
経
た
こ
と
に

よ
り
、
さ
ら
に
競
技
性
が
強
ま
り
ス
ポ
ー
ツ
化

が
進
行
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

大
正
時
代
に
踵
を
上
げ
る
足
構
え
が
普
及
す

る
決
定
的
な
出
来
事
が
あ
っ
た
。

　

高
野
範
士
は
近
世
日
本
の
世
界
観
を
纏
っ
た

剣
術
を
近
代
日
本
の
世
界
観
と
価
値
観
に
編
み

直
し
学
校
教
育
の
教
材
と
し
て
体
系
化
し
た
先

駆
者
だ
。し
か
し
、指
導
法
の
統
一
を
最
優
先
し

多
様
な
理
と
業
が
存
在
す
る
こ
と
を
承
知
し
な

が
ら
も
、
そ
の
多
く
を
捨
て
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
の
で
な
い
か
。
足
構
え
の
統
一
を
は
じ
め
多

様
性
を
排
除
し
た
こ
と
に
よ
り
、
昨
今
の
剣
道

の
実
態
─
─
刀
法
と
乖
離
し
た
当
て
打
つ
剣
道

─
─
を
招
来
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

高
野
範
士
を
は
じ
め
専
門
家
諸
氏
の
研
究
と

実
践
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
私
た
ち
は
剣
道
の
修
業

を
通
じ
て
心
身
を
錬
磨
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

理
業
の
多
様
性
の
復
活
な
ら
び
に
安
全
に
修
業

で
き
る
剣
道
に
再
編
成
す
る
こ
と
は
、
私
た
ち

現
在
の
剣
道
家
の
課
題
で
あ
る
。

　

剣
術
と
剣
道
は
表
面
的
な
相
違
は
あ
る
に
せ

よ
、「
理
」
と
「
業
」
を
共
有
す
る
関
係
に
あ
る

べ
き
だ
と
思
う
。
し
か
し
、
送
り
足
主
体
で
前

後
の
足
さ
ば
き
を
中
心
と
し
跳
び
打
つ
剣
道
が

「
進
化
」す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
剣
術
由
来
の
理
と

業
か
ら
乖
離
す
る
度
は
強
ま
り
「
進
化
す
る
剣

道
の
理
と
業
」
が
醸
成
さ
れ
広
く
普
及
す
る
事

態
に
な
っ
て
い
る
。
一
見
、
進
化
す
る
こ
と
は

よ
い
こ
と
に
思
え
る
が
、
剣
術
由
来
の
理
業
が

衰
微
す
る
方
向
に
進
化
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。

　

で
は
、
剣
術
と
剣
道
が
共
有
す
べ
き
「
真
性

の
理
」
と
は
何
か
。
三
点
に
要
約
で
き
る
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。

　

一
、
呼
吸
─
─
心
身
一
致　

呼
吸
の
操
作
で

　

集
中
力
を
高
め
る
。

　

二
、
間
合
─
─
時
空
一
致　

時
間
と
空
間
を

　

連
動
さ
せ
自
在
に
場
を
制
す
。

　

三
、
拍
子
─
─
攻
守
一
致　

拍
子
を
柔
軟
に

　

使
い
攻
守
に
齟
齬
を
き
た
さ
な
い
。

さ
ら
に
、
剣
術
と
剣
道
が
共
有
す
べ
き
「
真
性

の
業
」
と
は
何
か
。
こ
ち
ら
も
三
点
に
要
約
で

　

大
正
４
年（
１
９
１
５
年
）。
高
野
佐
三
郎
著

『
剣
道
』が
上
梓
さ
れ
、
剣
道
指
導
の
根
本
教
典

と
な
っ
た
。「
足
の
踏
み
方
」と
い
う
節
に
足
構

え
の
記
述
が
あ
る
。

　

概
ね
常
に
歩
行
す
る
時
の
如
く
足
を
踏
み
開

き
、
両
脚
の
関
節
を
和
ら
げ
、
僅
か
に
膝
を
屈

し
、
左
右
の
足
の
爪
先
に
力
を
入
れ
て
踵
を
浮

か
し
、（
後
略
）

　

爪
先
に
力
を
入
れ
踵
を
上
げ
る
足
構
え
を
指

導
し
て
い
る
。
執
筆
は
高
野
範
士
が
東
京
高
等

師
範
学
校
の
剣
道
主
任
で
あ
っ
た
50
歳
頃
か
ら

始
ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
当
時
の
校
長
は

講
道
館
を
創
設
し
柔
術
を
柔
道
に
編
み
直
し
海

外
普
及
に
も
尽
力
し
た
嘉
納
治
五
郎
で
あ
り
、

剣
術
が
剣
道
に
編
み
直
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
、

高
野
範
士
に
相
当
の
影
響
を
与
え
た
も
の
と
思

う
。

抜
刀
組
形
二
本
目
　
後
ろ
抜
き
突
き
正
面
切
り
下
ろ
し
三
刀
一
如
の
修
業
法
の
抜
刀
稽
古
は
、
抜
刀
基
本
と
抜
刀
組
形
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
写
真
に
取
り
上
げ
た
の
は
抜
刀
組
形
の
二

本
目「
陰
陽
」—
後
ろ
抜
き
突
き
正
面
切
り
下
し
。
重
心
を
制
御
す
る
感
覚
の
錬
磨
に
は
抜
刀
稽
古
が
も
っ
と
も
効
果
的
だ
と
い
う
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き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

一
、
一
刀
両
断
─
─
必
要
十
分
な
刀
勢
で
太

　

刀
筋
正
し
く
打
突
す
る
。

　

二
、
最
適
最
善
─
─
重
力
を
は
じ
め
自
然
の

　

摂
理
を
活
用
し
て
無
理
な
く
動
作
す
る
。

　

三
、
有
構
無
構
─
─
理
に
適
う
業
を
駆
使
し

　

て
臨
機
応
変
に
攻
め
崩
し
勝
つ
。

　

真
剣
の
運
用
を
想
定
し
理
に
適
う
業
を
発
動

す
る
の
が
真
性
の
剣
道
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
と

業
を
結
ぶ
も
の
が
重
心
制
御
に
優
れ
た
歩
み
足

主
体
の
足
構
え
と
足
さ
ば
き
で
は
な
い
か
。
私

は
前
述
の
経
緯
か
ら
足
裏
三
点
加
重
の
足
構
え

と
歩
み
足
主
体
の
足
さ
ば
き
を
採
用
し
た
。

　

蹴
り
出
し
跳
び
打
つ
剣
道
か
ら
重
心
制
御
を

成
の
道
で
あ
る
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
剣
道

の
真
義
を
見
事
に
表
現
し
て
い
る
。
歩
み
足
を

主
体
と
し
抜
刀
稽
古
を
核
に
す
る
三
刀
一
如
の

修
業
法
は
、
ま
こ
と
に
簡
素
な
が
ら
剣
の
理
法

の
修
錬
に
沿
う
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
理

業
兼
備
の
修
業
法
が
専
門
家
と
愛
好
家
の
区
別

な
く
多
様
に
編
ま
れ
公
開
さ
れ
影
響
し
合
い
、

各
々
が
よ
り
よ
い
修
業
法
に
昇
華
し
て
い
く
─

─
こ
れ
が
剣
道
の
真
義
に
か
な
う
発
展
の
姿
だ

と
思
う
。

　

修
業
の
心
得
は
大
事
。
私
は
肥
後
熊
本
に
伝

承
さ
れ
て
い
る
雲
弘
流
剣
術
の
教
え
を
肝
に
銘

じ
て
稽
古
や
立
合
に
臨
ん
で
い
る
。
こ
の
教
え

は
一
見
軟
弱
に
思
え
る
が
、
日
本
伝
武
道
の
本

重
視
す
る
歩
み
込
む
剣
道
へ
移
行
す
れ
ば
、
刀

法
に
適
う
と
と
も
に
障
害
を
防
止
し
て
生
涯
剣

道
が
実
現
で
き
る
。
最
初
に
行
な
う
簡
素
な
抜

刀
稽
古
に
よ
っ
て
呼
吸
、
間
合
、
拍
子
の
制
御

を
は
じ
め
、
観
見
の
目
付
け
、
手
の
内
の
作
用
、

太
刀
筋
、
刀
勢
と
い
っ
た
刀
法
を
構
成
す
る
要

素
が
錬
磨
さ
れ
、
木
刀
稽
古
お
よ
び
竹
刀
稽
古

の
基
礎
と
な
る
。
三
刀
一
如
と
称
す
る
根
本
が

こ
こ
に
あ
る
。

修
業
法
を
編
む

　

全
日
本
剣
道
連
盟
通
達
に
剣
道
の
理
念
と
し

て
「
剣
道
は
剣
の
理
法
の
修
錬
に
よ
る
人
間
形

質
を
明
確
に
表
現
し
て
い
る
。

　

勝
気
を
離
れ
、
負
け
を
楽
し
み
、

　
　
　

専
ら
打
た
れ
て
修
業
す
べ
し

　

防
具
を
着
装
し
竹
刀
を
使
う
稽
古
に
お
い
て
、

打
た
れ
突
か
れ
る
こ
と
を
忌
避
す
れ
ば
修
業
は

成
就
し
な
い
。大
拍
子
に
お
い
て
も
小
拍
子
に
お

い
て
も
一
刀
両
断
で
き
る
足
さ
ば
き
と
太
刀
筋

と
刀
勢
が
不
可
欠
だ
が
、こ
の
機
微
は
攻
め
込
み

捨
て
身
で
打
ち
掛
か
り
、返
し
打
た
れ
て
こ
そ
体

得
で
き
る
。こ
れ
が
稽
古
に
お
け
る
上
位
者
と
下

位
者
の
幸
せ
な
関
係
だ
。足
さ
ば
き
の
巧
拙
が
上

達
に
直
接
反
映
す
る
剣
道
で
は
、
足
で
攻
め
足

で
打
つ
拍
子
は
、上
位
者
た
ち
に
攻
め
掛
か
る
稽

古
で
錬
る
の
が
も
っ
と
も
効
果
的
だ
。

　

し
か
し
、
闇
雲
に
打
ち
掛
か
る
の
で
は
な
く

工
夫
す
る
こ
と
が
大
事
。

　

尾
張
柳
生
家
の
新
陰
流
指
南
術
と
し
て
三
磨

の
位
と
い
う
教
え
が
あ
る
。
剣
の
修
業
は
型
を

習
い
、
稽
古
で
錬
り
応
用
力
を
高
め
、
工
夫
し

な
が
ら
体
得
す
る
と
い
っ
た
ス
テ
ッ
プ
を
繰
り

返
す
こ
と
が
肝
心
だ
、
と
い
う
も
の
。
ど
の
ス

テ
ッ
プ
が
欠
け
て
も
上
達
し
な
い
。
初
心
者
で

あ
っ
て
も
工
夫
す
る
こ
と
が
大
切
。
上
級
者
で

あ
っ
て
も
型
（
基
礎
的
動
作
）
の
復
習
と
錬
磨

は
大
事
。

　

こ
の
教
え
を
剣
道
に
当
て
は
め
て
み
る
と
さ

ま
ざ
ま
気
づ
き
が
生
ま
れ
る
。
と
く
に
中
級
者

は
自
己
の
持
ち
味
を
活
か
す
修
業
法
を
編
み
な

が
ら
稽
古
を
重
ね
る
と
、
基
礎
的
動
作
の
根
幹

で
あ
る
足
さ
ば
き
が
錬
磨
さ
れ
修
業
の
質
が
向

上
す
る
。
新
陰
流
の
流
祖
、
上
泉
伊
勢
守
は
門

歩み足の切り返し
三刀一如の修業法【木刀稽古】として行なわれ
ている切り返し。その一式目として歩み足の切
り返しを行なう。太刀筋と重心制御を意識して
大きく行なう
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開
き
足
の
切
り
返
し
同
じ
く【
木
刀
稽
古
】の
二
式
目
と
し
て
行
な
う
の
が
、
開
き
足
の
切
り
返
し
。
文
中
に
も
あ
る
よ
う
に
、
現
在
、
打
味
氏
の
足
さ
ば
き
は
、

歩
み
足
五
割
、
送
り
足
三
割
、
開
き
足
二
割
と
い
う
つ
か
い
方
が
主
と
な
っ
て
い
る
。
開
き
足
を
つ
か
っ
た
効
果
的
な
技
も
さ
ま
ざ
ま
研
究
さ
れ
て
い
る

人
に
創
意
工
夫
を
奨
励
し
た
。
さ
ら
に
高
弟
に

は
創
流
を
勧
め
た
。
戦
国
武
将
で
あ
り
剣
豪
で

あ
る
が
、
慈
愛
に
満
ち
た
老
練
な
教
師
の
面
影

が
あ
る
。

　

以
下
、
蛇
足
な
が
ら
。
三
刀
一
如
の
修
業
法

を
試
し
て
い
た
だ
く
小
さ
な
稽
古
会
を
作
る
準

備
を
進
め
て
い
る
。
最
初
か
ら
稽
古
刀
を
使
う

の
で
は
な
く
、
ま
ず
は
鞘
付
き
の
木
刀
で
抜
刀

稽
古
を
始
め
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
近
い

将
来
に
は
三
刀
一
如
の
修
業
法
を
広
め
た
い
と

考
え
、
普
及
の
仕
組
み
も
検
討
し
て
い
る
。

　

正
邪
、
善
悪
、
美
醜
、
盛
衰
、
遠
近
、
大
小
、

悟
り
と
迷
い
、
安
定
と
不
安
定
、
そ
し
て
生
と

死
、
対
立
し
矛
盾
す
る
か
に
見
え
る
諸
々
の
関

係
は
、
実
は
メ
ビ
ウ
ス
の
輪
の
よ
う
に
表
裏
一

体
で
は
な
い
か
。数
年
前
、道
場
で
真
剣
を
み
つ

め
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
思
っ
た
。
極

意
は
足
さ
ば
き
に
あ
り
。
歩
み
足
と
送
り
足
が

表
裏
一
体
と
な
り
融
合
す
る
道
筋
を
創
造
す
れ

ば
、
剣
術
由
来
の
理
と
業
に
よ
っ
て
剣
道
が
再

編
成
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
の
時
、
ど
の
よ
う
な
武
の
世
界
が
顕
れ
て

く
る
の
だ
ろ
う
か
。

前
から

前
から


